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司
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は
じ
め
に

江
戸
時
代
は
、

一
般
の
庶
民
が
、
比
較
的
自
由
に
旅
を
し
た
時
代
で
あ
る
。

と
く
に

一
九
世
紀
前
半
の
文
化

・
文
政
期
以
降
に
な
る
と
、
社
会
的
な
余
裕

も
生
ま
れ
、
旅
の
情
報
も
豊
か
に
な

っ
て
、
人
々
が
各
地
に
盛
ん
に
出
歩
く

よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
代

の
旅
は
、
輸
送
手
段
が
未
発
達
で
、
部

分
的
に
船
や
馬
も
肘
い
ら
れ
た
が
、
基
本
的
に
は
徒
歩
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
旅
は
、
決
し
て
楽

で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
日
数
と
費
用
を
要
し
た
。
そ

こ
で
江
戸

の
人

々
は
、
大
が
か
り
の
旅
で
は
な
く
、
日
帰
り
で
き
る
程
度

の

距
離
に
あ
る
遊
興
地
に
出
向

い
て
、

小
さ
な
旅
を
楽
し
ん
で
い
た
。

こ
こ
で
い
う
小
さ
な
旅
と
は
、
数

時
間
を
か
け
て
寺
社
参
詣
に
赴
き
、
そ

こ
で
酒
や
料
理
も
し
く
は
女
色
を
楽

し
み
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
我
が
家

へ

と
帰
る
遊
興
を
意
味
す
る
。
厳
密
に
は
、
こ
れ
を
旅
と
い
う
範
疇
に
含
め
る

に
は
、
異
空
周
で

一
夜
を
過
ご
す
宿
泊
と
い
う
過
程
を
省
く
点
で
、
や
や
問

題
も
残
る
。
し
か
し
、
現
代
の
日
帰
り
旅
行
が
、
す
で
に
江
戸
時
代
に
成
立

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

小
稿
で
扱
う
小
さ
な
旅
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
旅
の
基
本
要
素
を
満
た

す
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

つ
ま
り
近
世
に
お
け
る
旅
は
、
役
向
き
や
商
用
な

ど
を
別
と
す
れ
ば
、
社
寺
参
詣

・
巡
礼

・
代
参
な
ど
が
基
本
で
、
民
間
信
仰

に
基
礎
を
お
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
代
表
例
は
、
伊
勢
参
り
で
あ
る
が
、

そ
の
他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
講
が
組
ま
れ
、
数
多
く
の
人
々
が
、
各
地

の
宗

教
的
な
施
設

へ
の
参
詣
を
行

っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
寺
社
参
詣
は
、
当
人
お
よ
び
当
人
が
属
す
る
集
団
の

「幸
福
」

を
願
う
も
の
で
、
何
よ
り
も

「御
利
益
」
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
情
報
源
は
、

村
ご
と
に
残
る
伊
勢
道
中
記
な
ど
の
ほ
か
、
名
所
記
な
ど
の
書
物

で
あ

っ
た
。
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人

々
は

「願
掛
け
」
の
た
め
、
遠
路

に
足
を
運
ん
だ
が
、
そ
こ
に
は

「楽
し

み
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「お
遍
路
」
の
よ
う
な
精
神
性
を
表
に
出
し
た

巡
礼
な
ど
を
別
と
す
れ
ば
、

一
般
に
道
中
お
よ
び
目
的
地
で
の

「楽
し
み
」

が
、
旅
の
重
要
な
構
成
要
素
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
庶
民
に
と

つ
て
、
本
格
的
な
旅
の
実
現
は
難

し
く
、
講
を
組
ん
で

出
か
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
長
年

の
貯
蓄
の
成
果
で
あ
り
、
ま
し
て
や
家

長
以
外
が
、
自
由
に
望
め
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
手

軽
な
日
帰
り
程
度

の
小
さ
な
旅
が
、

男
女
を
問
わ
ず
多
く
の
都
市
民
や
農
民

に
希
求
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、
こ
う
し
た
小
さ
な
旅

の
究
極

の
形
は
、
浅
間
信
仰
に
お
け
る
富
士
塚
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は

住
居
地
の
近
辺
に
富
士
山
を
模
し
た

二
、
三
メ
ー
ト
ル
程
度
の
塚
を
築
い
て
、

そ
の
途
中
に
い
く

つ
か
の
祠
堂
模
型

を
配
し
た
も

の
で
、
富
士
参
詣
が
た
ち

ど
こ
ろ
に
実
現
す
る
仕
掛
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
ミ
ニ
チ

ュ
ア
過
ぎ
て
、
「御
利
益
」
は
確
保
さ
れ
た
と

し
て
も
、
旅
の
楽
し
さ
は
カ

ッ
ト
さ

れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
江
戸
近
郊
に
お

け
る

「御
利
益
」

の
多

い
民
間
信
仰
的
な
施
設
が
、
観
光
地
と
な
り
、
小
さ

な
旅
の
目
的
地
と
な

っ
た
。
そ
う
し
た
場
所
と
し
て
、
第
三
章
で
見
る
よ
う

に
、

一
九
世
紀
前
半
の
江
戸
に
は
、

浅
草
や
深
川
、
亀
戸
や
王
子
、
さ
ら
に

は
雑
司
ヶ
谷

・
堀
之
内

・
目
黒
と
い

っ
た
盛
り
場
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
地

は
、

い
ず
れ
も
江
戸
市
中
か
ら
、

ほ
ぼ

一
〇
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
以
内
に
収
ま
る

地
点
で
、
そ
こ
に
願
掛
け
を
行
う
宗
教
施
設
が
あ
り
、
加
え

て
酒
色

つ
ま
り

食
欲
と
性
欲

(セ
ク
シ
ャ
ル
な
雰
囲
気

丼
セ
ッ
ク
ス
)
を
満
た
す
遊
興
施
設

を
伴

っ
て
い
た
点
が
重
要
で
あ
る
。

つ
ま
り
江
戸
の
小
さ
な
旅
に
は
、
祈
願

・
食

・
性
と
い
う
三

つ
の
要
素
に

つ
い
て
、
徒
歩
片
道

二
～
三
時
間
以
内

で
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
、
必
要
十
分

条
件
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
小
稿
で
は
、
先

の
う
ち
か
ら
、
そ
の
代
表
的
事
例

と
し
て
、
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神
の
場
合
を
取
り
上
げ
、

こ
れ
を
分
析
の
対
象

と
す
る
。
ま
た
時
代
的
に
は
、
江
戸
の
庶
民
が
盛
ん
に
旅
を
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
関
連
史
料
が
最
も
豊
富
に
残
る
文
化
～
文
政
期
を
中
心
に
扱

い
た

い
。

一
、
江
戸

の
行
楽

と
情

報
I
l

そ

の

一
年
と

『
東
都
歳
事
記
』

ま
ず
文
化
～
文
政
期
に
、
ど
の
よ
う
な
小
さ
な
旅
が
あ

っ
た
の
か
を
見
て

お
こ
う
。
江
戸
庶
民
は
、
江
戸
お
よ
び
そ

の
近
郊

の
宗
教
施
設
な
ど
を
、
し

ば
し
ば
訪
れ
て
楽
し
ん
で
い
た
が
、
そ
う
し
た
行
楽
に
は
、

一
種
の
季
節
的

サ
イ
ク
ル
が
あ

っ
た
。

つ
ま
り
四
季
折
々
に
、
訪
れ
る
場
所
が
異
な
り
、
そ

の
時

々
の
風
物
を
楽

し
ん
だ
り
、
願
掛
け
や
御
利
益
を
目
的
と
し
た
寺
社

の

参
詣
に
お
い
て
も
、
特
定

の
日
時

に
集
中
的
に
人

々
が
参
拝
す
る
と
い
う
シ

ス
テ
ム
が
成
立
し
て
い
た
。

そ
こ
で
江
戸

の
行
楽

の

一
年
を
通
じ
た
サ
イ
ク
ル
を
、

一
覧
し
て
み
る
と

表
1
の
如
く
に
な
る
。
江
戸
の
ど
こ
か
で
、
毎
月
に

一
度
以
上
は
、
大
き
な
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江 戸 の小 さな旅(原 田)

イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
、
江
戸
市
民

の
多
く

が
、
こ
れ
に
出
か
け
た
。

こ
の
表
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
、
寺
社
参
詣

の
形
を
と

っ
て
い
る
。

ま
た
宗
教
に
は
無
関
係
に
み
え
る
花
見

に
も
、
寺
社
が
登
場
す
る
の
は
、
そ

の
場
所

の
公
共
性
ゆ
え
で
、
当
然
な
が
ら
整
備
さ
れ
た
境
内
な
ど
に
は
、
人

々
を
和
ま
せ
る
た
め
に
桜
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
が
花

見
の
名
所
と
な

っ
た
。

も
と
も
と
桜

の
名
所
は
上
野
の
寛
永
寺

で
、
そ
の
時
期
に
は
大
勢

の
市
民

が
訪
れ
、
酒
食
や
遊
興
に
ふ
け

っ
て
騒

い
で
い
た
が
、
な
に
し
ろ
寛
永
寺
は

将
軍
家
の
廟
所
で
あ

つ
た
。
そ
こ
で
騒
が
れ
て
は
困
る
の
で
、
将
軍

・
吉
宗

は
、
王
子
の
飛
鳥
山
と
浅
草

の
隅
田
堤
さ
ら
に
は
品
川

の
御
殿
山
に
、
桜
の

計
画
的
な
植
樹
を
行
い
、
桜

の
名
所
と
し
た
。
上
野
寛
永
寺
付
近
で
問
題
が

起
き
な
い
よ
う
に
と
、
庶
民

の
遊
楽

の
地
を
、
江
戸
の
市
街
周
辺
部
に
設
け

た
の
で
あ
る
。

花
見
以
外
の
行
楽
で
、
宗
教
と
無
関
係
な
が
ら
も
人
出

の
多
か
っ
た
の
は
、

三
芝
居
顔
見
世
番
付
狂
言
だ
ろ
う
。
劇

場
界

の
新
年
に
あ
た
る

一
一
月

一
日

は
、
新
し
い
顔
ぶ
れ
で
最
大
の
歌
舞
伎

興
行
が
行
わ
れ
る
初

日
で
、

こ
の
時

に
演
じ
ら
れ
る
特
別
な
狂
言
を
顔
見
世

狂
言
と
い
い
、

こ
れ
に
伴

っ
て
顔
見

世
番
付
が
発
行
さ
れ
た
。
劇
場
関
係
者

は
、
裃
あ
る
い
は
羽
織
袴
で
祝
儀
を

述

べ
、
三
日
間
は
雑
煮
で
祝
う
な
ど
す

る
が
、

こ
の
時
に
は
、
観
客
も
前
夜

か
ら
徹
夜
で
入
場
す
る
の
を
常
と
し
た
。

こ
う
し
た
歌
舞
伎

の
江
戸
三
座
と
し
て
人
気
を
集
め
た
の
が
、
堺
町
の
中

村
座

・
葺
屋
町
の
市
村
座

・
木
挽
町
の
森
田
座
で
、
そ

の
周
辺

一
帯
は
芝
居

町
と
し
て
も
賑
わ

い
を
み
せ
て
い
た
。
な
か
で
も
堺
町

・
葺
屋
町
は
、
現
在

の
日
本
橋
人
形
町
付
近
で
、
古
く
か
ら
人
形
芝
居
や
雑
芸
師
な
ど
の
見
世
物

小
屋
が
並
ぶ
と
と
も
に
、
飲
食
店
や
屋
台
が
集
ま
り
、
江
戸
随

一
の
盛
り
場

と
し
て
、
大
勢

の
人
々
が
芝
居
を
見
て
、
帰
り
に
飲
食
を
楽
し
む
と
い
う
光

景
が
み
ら
れ
た
。
な
お
天
保
の
改
革
の
際
に
、

こ
の
江
戸
三
座
は
、
風
俗
紊

乱
を
理
由
に
、
浅
草
に

一
括
移
転
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
の
後

の
浅
草
繁
栄

の
大

き
な
要
素

の

一
つ
と
も
な

っ
た

(竹
内
二
〇
〇
〇
)。

こ
の
ほ
か
潮
干
狩
り
や
納
涼

・
菊
見

・
紅
葉
狩
り
を
除
け
ば
、
こ
れ
ら

の

行
楽
の
ほ
と
ん
ど
は
、
何
ら
か
の
形
で
宗
教
と
関
係
し
、
社
寺
参
詣
と
い
う

ス
タ
イ

ル
を
と

っ
て
い
る
。
た
だ
稲
荷
信
仰
や
八
幡
信
仰
さ
ら
に
は
日
蓮
宗

寺
院
、
あ
る
い
は
特
定

の
有
名
寺
社
と
い
う
限
定
が
付

い
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
が
、
現
実
に
は
、
宗
教

・
宗
派
に
と
ら
わ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
ど
こ

で
も
良
か

っ
た
。
人

々
は
、
特
定
の
信
仰
心
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら

の
寺
社

に
出
か
け
た
の
で
は
な
い
。

庶
民
に
と

っ
て
は
現
世
利
益
が
最
も
大
切
で
、
原
理
原
則
よ
り
も
現
実
の

生
活
面
で
、
ど
う

い
う
効
能
が
あ
る
の
か
、
が
非
常
に
重
要
で
あ

っ
た
。
も

と
も
と
寺
社
参
詣
は
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
遠
方
の
有
名
寺
社

へ
祈
願
の
旅
を

伴
う
も
の
で
あ

っ
た
。
村

で
あ
れ
ば
、
お
伊
勢
参
り
の
よ
う
に
、
村
人
た
ち

が
資
金
を
出
し
合

い
、
農
閑
期
に
出
資
者
が
順
番
に
伊
勢
神
宮

へ
代
参
し
、

村
と
し
て
豊
饒
を
土
ハ同
祈
願
す
る
と
同
時
に
、
旅
を
楽

し
ん
だ
。
し
か
し
、
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表1江 鍔の代表的行楽一覧

月 i行 事 i内 容 場 筋,備 考

売旦参詣 浅草寺 ・神靉明神 ・川崎大師鐙月 初詣

ヒ福神参り 元旦～7撮 までに参 浅革七福神(浅 草寺 ・待乳霞聖 初詣に娯楽の要素が舶わ
詣 天 ・鷲神社など9寺 歎)る

電

2月 初午 稲荷信仰とセット 赤坂豊川黐荷など

3月 花見
寛永寺 ・道灌山・飛鳥由 ・隅田 吉宗が江鐸に花晃場所を桜を見ながら飲食
堤 ・御殿由 設定

潮干狩り 磯遊び隲野外で飲食:晶川海岸 ・深翔洲崎

3～

5鸞

δ月

出醐緩
成瞹山等が江戸で開 本所回向皖 ・深川永代寺 ・湯鸛天1江 戸で著名寺社への代理
輳 神 ・深川浄心寺 参詣

《h

納涼 ・船 遊 山

}hhm臼mh

涼を求めて川遊び 両国より浅草翔

薗蘿川嬲き
花火

'
霊の鱶 と攤 防亜5/28-8/28両 国 蠣 麺糶 齷 糀 蛾

6月 蓮晃 水辺で蓮を楽しむ 上野不忍池

山里祭 襭 は江嚇 ・ 臠 吉神社 齲:御 縢 天 擁 祭麟 艪 で靆

7彎 虫闘
蟹った虫を盆前に放生す松虫聞きの名所 道灌山(鶯 谷～日暮里)
る

"

8月

醺万六千欝
… い帖 甘鴇A鴇

州施餓鬼
卜

二十六夜待

7/9観 世音参詣:浅 草金蘿llい芝 雷除赤玉蜀黍 ・ほおずき功徳の多い縁麟

愛宕神袿_一__声____u}h晒v皆 廿宀 廿 甘 几塙鴇帖 砧"犠 ザ 鴇 鴇 唱晒甘宀^ザ

川辺で鯱 に鱶 類 黷 認 轡 出爨轡鯑 瓏 流し
"m臼}hh臼m十"}

7/26rin川 海 辺 ・高輪 台 な どで 夜最 も遅 い月待 ち行事

灘 の 月晃

八幡富祭礼 八幡信仰 深川窟岡八幡 深川洲贓に料亭多し

9月 菊 見 ・菊 人形
陛}wκ り

神田祭

駒込 ・巣 鴨の 菊作 り ・菊 人形(菊 羮
)と は麻布 狸 穴菊細 工 の見せ物 継 工) 罵染 井 の樒木 職 人

_鴇}"_…__}_馳 簡 配w… 甜"畠}乱w馴 　 w""^…一 卍 吊?

神田明神枇(別 称:御 用祭 ・天下 山王祭と隔年交替で実施:神輿は江芦城へ
祭)

10/ 紅葉狩
ト

お十覆
血 宀卜冒

御会式

上野 寛永 寺 ・谷 中天王 壷 ・滝 野春 の桜 に次 ぐ花 見

川 ・根津権 醗 ・品川東海 寺
乎}

浄 土宗 の十 夜法i要 浄 土寮10/10:芝 増上 寺
""卍vT下 汀い叮 冂 一 吊ザ卍A亭 冂A「Aじ 丗',▼ じnm"m旧"腕 冠}"罵 ザ皆 … 宀

贐 の懿 法会 狸 交驍 溺 ζ燬 法毒'雑 罐 嚇 院の藪 彳7
Raケ 臼・体 明 ず 爆 す π ・ド尸

勧進相撲 プロによる相撲興行 深川富岡入幡、のち本所圏向院

11月 三芝艦顔 見琶:

酉 のrr

轡 ぶれは る膿 浅草、樹 幽 森罐 ・鮒 座 掣鑾 輔 勃 うち磯
1」 ノ ＼ 伊 幾r3

"眄

鷲置大鳥は火取で商売の大鳥神祉の祭礼審 浅葦:鷲 神歓(密 原裏)
繁栄の意

t2月 年の市
15日 深 川 八幡 ・17～18n浅 草寺 ・ 年 末 商戦毎月 の定 期市 の最後

19～20q神 懋明神

王子の狐火 押 嚥 火翩3旺 子瀦 纔 饕の料驪 灘 の
(2◎Q4/12/◎5:食 生繕 史懇講 会 ・鈴木 晋 ・氏報轡 レジ晶 メを も とに1京黷が作三成)
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村

の
よ
う
な
共
同
体
を
も
た
な
い
大
都
市

の
庶
民
は
、
自
ら
出
か
け
る
個
人

祈
願
の
形
で
、
現
世
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
。

神
仏
か
ら

の
利
益
を
得
る
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
事
態
に
対
処
す
る
願
掛
け
と
、

有
名
寺
社

の
秘
仏
の
効
能
に
預
か
る
た
め
特
定

の
公
開
に
押
し
か
け
る
開
帳

と
が
あ

っ
た
。
願
掛
け
は
、
特
定

の
神
仏
か
ら

の
霊
力
を
得
て
、
治
病
や
安

産

・
繁
昌
な
ど

の
諸
願
を
成
就
す
る
た
め

の
寺
社
参
詣
で
、
個
人
の
発
意
で

行
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
効
能
の
高
い
寺
社
に
頼
む
た
め
に
は
、
願
掛
け

に
関
す
る
情
報
が
必
要
で
、
大
坂
の
例
で
は
あ
る
が
、
文
化
年
間
に
二
種
類

の

『
願
掛
重
宝
記
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る

(宮
本

一
九
七
七
)
。

文
化

二

(
一
八

一
四
)
年
の
二
世

・
並
木
五
瓶
作

の
も

の
と
、
同

=
二

年

の
浜
松
歌
国
作

の
も

の
で
、
と
も

に
願
掛
け
の
場
所

・
そ
の
内
容

・
願
掛

け
行
為

・
御
礼
参
り
の
仕
方
な
ど
が
、

詳
し
く
記
さ
れ
て
、
願
掛
け
専
門
の

ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
願
掛
け
に
は
集
団
性
は
な
く
、

ま
た
著
名
な
大
寺
社
よ
り
も
小
祠
が
多

い
た
め
、
密
や
か
な
小
旅
行
に
過
ぎ

な
か

っ
た
。
む
し
ろ
、
た
く
さ
ん
の
人
出
が
見
込
ま
れ
た

の
は
、
開
帳
と
い

う
定
期
的
行
事
で
あ

っ
た
。

そ
も
そ
も
寺
社
に
は
、
境
内
に
い
く

つ
か
の
小
さ
な
堂
社
が
建

て
ら
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
浅
草
寺
に
は
、
日
光
二

荒
山

の
奥
に
あ
る
荒
沢
不
動
を
勧
請

し
た
荒
沢
不
動
堂
が
あ
る
。
不
動
に

つ

い
て
は
、
代

々
成
田
屋
を
名
乗
る
市
川

団
十
郎
に
よ
る
、
強

い
成
田
不
動
信

仰
と
不
動
尊
霊
験
記
の
上
演
も
あ

っ
て
、
目
黒
を
は
じ
め
と
す
る
五
色
不
動

な
ど
と
と
も
に
、
江
戸
庶
民
の
間
に
根
強
い
不
動
信
仰
が
広
ま

っ
て
い
た
。

こ
の
た
め
成
田
不
動

の
江
戸
出
開
帳
が
人
気
を
呼
ん
だ
こ
と
な
ど
も
あ
り
、

荒
沢
不
動
の
境
内
勧
請
は
、
浅
草
寺
が
不
動
信
仰
の
浸
透
に
対
応
し
た
も

の

と
い
え
よ
う

(比
留
間

一
九
七
七
)
。

こ
の
浅
草
寺
荒
沢
不
動
も
、
江
戸
時
代
に
四
回
ほ
ど
居
開
帳
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、

こ
れ
に
よ

つ
て
奥
日
光

の
荒
沢
不
動
に
お
参
り
し
た
の
と
、
ほ
ぼ

同
様
な
御
利
益
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
本
所
深
川
の
回
向
院
は
、
そ

う
し
た
江
戸
に
お
け
る
出
開
帳
の
場
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
有
名
諸
仏
の
境

内
勧
請
と
江
戸

へ
の
出
開
帳
は
、
庶
民
に
御
利
益
を
振
る
舞
う
に
あ
た

っ
て
、

遠
路
の
旅
を
必
要
と
せ
ず
に
、
ま
さ
し
く
小
さ
な
旅
で
代
用
さ
せ
る
と
い
う

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
回
向
院

の
境
内

で
は
、
天
明
期
以
来
、
勧
進
相
撲
が
興
行
さ
れ
、
明

治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
国
技
館
は
、
こ
こ
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に

見
世
物
興
行
も
催
さ
れ
、
両
国
橋
東
詰
に
位
置
し
た
、
そ
の
門
前
に
は
、
多

く

の
参
詣
客
が
集
ま
り
、
浅
草
寺
と
肩
を
並

べ
る
盛
り
場
と
し
て
繁
昌
を
み

せ
た
。
回
向
院
に
し
て
も
、
浅
草
寺
に
し
て
も
、
そ
こ
は
信
仰
空
間
で
あ
る

と
同
時
に
、
遊
興
空
間
で
も
あ

っ
た
。
聖
と
俗
の
混
淆
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、

多
く
の
人

々
を
惹
き

つ
け
る
魔
力
が
あ
り
、
そ
こ

へ
の
小
さ
な
旅
を
江
戸
庶

民
は
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
小
さ
な
遊
楽

の
旅
は
、
先
に
見
た
願
掛
け
な
ど
の
場
合
と
は
若

干
異
な
り
、
定
期
的
な
非
日
常

へ
の
誘

い
を
基
本
と
し
て
い
た
。

つ
ま
り
何
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時
で
も
良

い
の
で
は
な
く
、
特
定
の
日
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

ほ
ど
よ
い
免
罪
符
と
楽
し
み
が
付
加
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
江
戸
内
外

の
寺

社
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
が
あ
り
、
そ
こ
に
参
詣
す
る
人
々
は
、

前
も

っ
て
ど
の
日
に
ど

こ
へ
出
か
け

る
か
を
、
予
め
計
画
し
て
お
く
必
要
が

あ

っ
た
。

そ
う
し
た
情
報
を
入
手
す
る
手
段

は
、
さ
ま
ざ
ま
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
最
た
る
も
の
が
、
『
東
都
歳
事
記
』
で
あ

っ
た

(日
本
名
所
風
俗
図
会
)
。

同
書
は
、
三
〇
年
余
の
歳
月
を
費
や

し
た
名
所
図
会

の
代
表
作

『
江
戸
名
所

図
会
』
を
刊
行
し
た
斎
藤
月
岑
が
、

そ
の
四
年
後

の
天
保
九

(
一
八
三
八
)

年
に
前
編

の
み
を
出
版
し
た
年
中
行
事

書
で
、
す
で
に
文
政
年
間
に
は
清
書

本
が
出
来
上
が

っ
て
い
た
。
そ
の
特
色

は
、
江
戸
お
よ
び
江
戸
近
郊

の
年
中

行
事
を
月
順
に
概
要
を
略
述
し
た
点
に
あ
る
。

『
江
戸
名
所
図
会
』
が
風
俗
地
誌

と
し
て
、
江
戸
に
お
け
る
名
所
旧
跡

・

寺
社
仏
閣
な
ど

の
来
歴
や
現
況
を
空
間
ご
と
に
記
し
た
も
の
と
す
る
な
ら

(日

本
名
所
風
俗
図
会
)
、
『
東
都
歳
事
記
』
は
毎
年

の
時
間
軸

に
沿

っ
て
、
江
戸

の
歳
事
を
網
羅
し
よ
う
と
し
た
本
格

的
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
と
い
え
よ
う
。
今
、

正
月
の
五
日
ま
で
を
除

い
て
、
六
日
か
ら
人
日
ま
で
の
記
事
を
示
せ
ば
、
次

の
如
く
で
あ
る
。

六
日

○
江
戸
な
ら
び
に
遠
国

の
寺
社
僧
徒
社
人
山
伏
御
礼
登
城

(五

つ
時
、
先
規
に
よ
り
て
献
上
物
あ
り
)。

○
良
賤
年
越
を
祝
ふ

(六
日
年
越
と
い
ふ
)
.
今
夕
門
松
を
取
り
納
む

(承

応

の
頃
ま
で
は
十
五
日
に
納
め
し
と
な
り
、
古
来
は
十
五
日
に
爆
竹
あ

り
し
が
、
国
禁
に
よ
り
て
今
な
し
)。

○
産
土
神
参

(A
ユ
佼
七
種
菜
を
は
や
す
、
厄
払
ひ
来
る
)
。

(毎
月
)
神
田
三
島

町
毘
沙
門
参
、
十
六
日
二
十
六
日
も
あ
り
、

い
つ

れ
も
夕
方
よ
り
賑

へ
り
。

(毎
月
)
四
谷
新
宿
後
正
受
院
脱
衣
婆
参
、
百
万
遍
修
行
。
十
六
日
な

ら
び
に
二
十
六
日
も
参
詣
あ
り
。

七
日

○
若
菜

(人
日
)
。
御
祝
儀
、
諸
侯
御
登
城
。
今
朝
貴
賤
七
種

菜
粥
食
す
。

○
亀
戸
天
満
宮
若
菜
餅

の
神
供
、
御
食

に
若
菜
を
そ

へ
て
奉
る
、
十
五

日
に
は
粥
を
献
る
。

○
王
子
権
現
牛
王
加
持
、
牛
王
宝
印
を
も
て
坊
中
の
頭
に
押
す
事
あ
り
、

禰
宜
等

こ
れ
を
勤
む
。

(毎
月
)
本
所
羅
漢
寺
ら
か
ん
供
養
。

(毎
月
)

霊
岸
島
越
前
家
御
中
屋
敷
湯
尾
峠
孫
嫡
子
社
参
詣
。

八
日

(毎
月
)
薬
師
参
。
茅
場
町

(別
当
知
泉
院
、
当
所
こ
と
に

参
詣
多

し
。
縁
日
毎
に
夕
方
よ
り
商
人
多
く
、
ま
た
盆
栽
の
草
木
庭
木

等
を
售
ふ
事
夥
し
。
ゆ
ゑ
に
坂
本
町
の
辺
り
を
植
木
店
と
い
ふ
。
す
べ

て
近
来
盆
種
の
草
木
世
に
行
れ
て
、
縁
日
毎
に
商
ふ
内
に
も
当
所
を
首

と
す
)
。

本
郷
四
丁
目
真
光
寺
。
浅
草
新
堀
端
東
漸
寺

(正
五
九
月
開
帳
)
。
本
所
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二
つ
目
弥
勒
寺

(川
上
や
く
し
)
。
本
所
番
場
東
江
寺

(多
田
の
や
く
し
)
。

木
下
川
浄
光
寺
、
愛
宕
下
真
福
寺

。
麹
町
八
丁
日
常
仙
寺

(寅
や
く
し
、

毎
月
十
二
日
大
般
若
)
。
四
谷
北
寺
町
真
福
寺

(朝
日
や
く
し
)
。
伊
皿

子
福
昌
寺
。
目
黒
成
就
院

(鱆
薬
師
)
。
木
挽
町
六
丁
目
河
岸
。
新
井
村

梅
照
院

(毎
月
)

(小
日
向
大
日
坂
妙
足
院
大
日
参
)。

(毎
月
)
鬼
子
母
神
参
。
雑
司
ケ
谷

(大
行
院
常
に
百
度
参
あ
り
)
。
入

谷
喜
宝
院
。
本
所
出
村
本
仏
寺

(千
巻
陀
羅
尼
修
行
、
十
八
日
二
十
八

日
も
あ
り
)。
目
黒
正
覚
寺

(常

に
参
詣
あ
り
、
正
五
九
月
、
人
日
、
十

八
日
、
二
十
八
日
に
は
千
巻
陀
羅
尼
修
行
あ
り
)。
三
田

(三
丁
目
)
蓮

乗
寺
。

(以
下
同
)

六
日
の
僧
徒

・
社
人
な
ど
の
江
戸
城

へ
の
登
城
や
、
七
日
に
七
草
粥
を
食

べ
る
習
俗
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
六
日
の
神
田
三
島
町
毘
沙
門
参

や
四
谷
新
宿
正
受
院
百
万
遍
修
行

の
よ
う
に
、

一
六
日

・
二
六
日
に
、
し
か

も
毎
月
行
わ
れ
る
と
い
う
記
載
が
重

要
だ
ろ
う
。
ま
た
八
日
の
薬
師
参
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
も
毎
月
で
あ
る
が
、
茅

場
町
知
泉
院

の
薬
師
を
は
じ
め
、
浅
草

で
も
本
所
で
も
、
あ
る
い
は
愛
宕
の
ほ
か
麹
町

・
四
谷

・
目
黒
な
ど
、
ど
こ

の
寺
院
に
薬
師
が
あ
る
か
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
と
と
も
に
書
き
記
し
て
い

る
。
の
ち
に
触
れ
る
鬼
子
母
神
も
同
じ
で
、
雑
司
ヶ
谷

の
ほ
か
入
谷

・
目
黒

・

三
田
で
も
、
鬼
子
母
神
参
が
可
能
で
あ

る
こ
と
が

一
目
で
分
か
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
や
自
分

の
家

の
宗
派
と
は
無
関
係
に
、
江
戸
の
人
々
た

ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
寺
社
が
勧
請
し
た
境
内

の
諸
神
諸
仏
に
詣
で
て
、

い
ろ

い
ろ
な
祈
願
成
就
を
期
待
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

の
神
社
仏
閣
を
し
ば
し
ば
訪

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
民
間
信
仰
レ
ベ
ル
の
年
中
行
事
に
関

す
る
情
報

の
集
大
成
と
し
て
、
『
東
都
歳
事
記
』
が
成
立
を
み
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ

の
背
景
に
は
、
聖
な
る
空
間

へ
の
遊
興
を
伴
う
小
さ
な
旅
を
、

心
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
た
江
戸
庶
民

の
姿
が
あ

っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

二
、
小
さ
な
旅

の
様
相
1

『
遊

歴
雑
記
』
と

『
世
事

見
聞
録
』

文
化
～
文
政
期
に
お
い
て
、
江
戸
近
郊
を
歩
き
回

っ
た
小
さ
な
旅
の
記
録

に
、
『
遊
歴
雑
記
』
が
あ
り

(江
戸
叢
書
)
、
当
時
の
江
戸
庶
民
の
風
俗
を
詳

細
に
記
し
た
も
の
に
、
『
世
事
見
聞
録
』
が
あ
る

(日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
)
。

い
ず
れ
も
個
人
の
旅
行
記
も
し
く
は
見
聞
記
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
江

戸
近
郊

の
様
子
と
庶
民
生
活
の
実
態
に

つ
い
て
、
事
細
か
に
記
し
た
貴
重
な

史
料
と
な

っ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
両
書
を
中
心
に
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
人

々
が
集
ま
り
、
何
を
見
て
、
ど
ん
な
楽
し
み
方
を
し
て
い
た
の
か
を
、

検
討
し
て
お
こ
う
。

『
遊
歴
雑
記
』
は
、
江
戸
は
小
石
川
小
日
向
水
道
町
に
あ

っ
た
本
法
寺

の

子
院

・
廓
然
寺

の
住
職

で
あ

っ
た
大
浄

・
津
田
敬
順
の
紀
行
文
で
あ
る
。
敬

順
は
、
十
方
庵
と
も
称
し
た
が
、
文
化
九

(
一
八

=

一)
年
に
五

一
歳
で
隠

居
し
、
余
生
を
江
戸
近
郊
の
散
策
と
、
常
陸

・
下
総

・
安
房

・
武
蔵

・
相
模

・
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伊
豆

・
駿
河

・
遠
江

二
二
河

・
尾
張

へ
と
小
旅
行

に
出
向
い
て
暮
ら
し
た
。

そ
う
し
た
小
さ
な
旅
は
、
文
政

一
二

(
一
八
二
九
)
年
に
、
六
八
歳
ま

で

続
け
ら
れ
、
そ
の
記
録
で
あ
る

『
遊
歴
雑
記
』
は
、
全
五
編

一
五
冊
に
及
び
、

計
九
五
九
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
、
携
帯

コ
ン
ロ
と
煎
茶
道
具
を
持

ち
歩
い
て
、
随
所
で
野
点
を
行
い

つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
土
地
を
こ
ま
ご
ま
と

観
察

し
て
、
そ
の
印
象
を
連
綿
と
書
き
綴

っ
た
。

こ
こ
で
敬
順
の
小
さ
な
旅
を
、
事
細
か
に
紹
介
す
る
余
裕
は
な

い
が
、
同

書
か
ら
は
、
文
化
～
文
政
期
に
小
旅
行

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
飲
食
店
が
、

あ
ち
こ
ち
の
街
道
沿

い
に
立
ち
並
ん

で
い
た
様
子
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
文
政
四

(
一
八
二

一
)
年
に
成

っ
た
第
四
編
巻
之
下
第

一
人
話

「烏
山

村

の
酒
楼
豊
倉

の
林
泉

の
鮎
」
に
は
、
人
王
子
方
面
に
出
向

い
た
時

の
街
道

事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
。
内
藤
新
宿

か
ら
八
王
子
ま
で
は
、

]
○
里

(四
〇

キ

ロ
メ
ー
ト

ル
)
余

で
、
旅
宿
が
置

か
れ
た
の
は
、
府
中
と
八
王
子
の
み
で

あ

っ
た
。
基
本
的
に

一
日
、
何
か
が
生
じ
て
も
二
日
あ
れ
ば
、
充
分
に
た
ど

り
着
け
る
行
程
で
あ
る
。

タ
テ
バ

し
か
し
小
休
止
や
食
事
を
取
る
た

め
の
立
場

つ
ま
り
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
の
よ

う
な
酒
楼
食
店
が
各
所
に
設
け
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
数
は
数
十
ヶ
所
に
及
ん

だ
と
い
う
。
例
え
ば
、
荻
窪
に
は
港
屋
五
兵
衛

・
萬
屋
太
郎
右
衛
門

・
萬
屋

善
兵
衛
と
い

っ
た
店
が
あ
り
、
下
高
井
戸
に
は
鈴
木
屋

・
中
田
屋
、
上
高
井

戸
に
も
武
蔵
野

・
升
屋

・
油
屋
な
ど
と

い
っ
た
飲
食
店
が
あ

っ
た
。

い
ず
れ
の
店
も
間
数
が
多
く
、
庭
な
ど
も
立
派
に
作

っ
て
良
く
見
せ
て
い

る
が
、
敬
順
に
と

つ
て
は
、
な
か
な
か
口
に
合
う
料
理
を
出
す
店
が
な

い
、

と
嘆

い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
、
客
を
引
こ
う
と
し
て
い

る
が
料
理
が
今
ひ
と

つ
、
と
い
う

の
が
敬
順

の
評
で
あ

っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
敬
順
は
、
烏
山

の
豊
倉
平
吉

の
酒
楼
だ
け
を
絶
賛
し
て

い
る
。
平
吉
は
、
烏
山
の
問
屋
場
を
務
め
た
家
柄
ら
し
く
、
そ
の
店
の
し

つ

ら
え
は
、
間
口
数
十
間
、
奥
行
き
四
〇
間
と
広
く
、
庭
に
は
清
流
を
引

い
て
、

鮎
の
ほ
か
鮒
や
鯉
を
飼

っ
て
い
た
。
店
構
え

の
み
な
ら
ず
、
料
理
を
盛
る
器

も
非
常
に
綺
麗
で
、
そ
の
取
り
合
わ
せ
も
素
晴
ら
し
く
、
も
ち
ろ
ん
料
理
の

手
際
も
見
事

で
味
付
け
も
申
す
に
及
ば
ず
、
江
戸
の
料
理
屋
で
飲
食
を
楽
し

ん
で
い
る
よ
う
だ
、
と
褒
め
ち
ぎ

っ
て
い
る
。

こ
の
時
に
敬
順
が
連
れ
の
三
人
と
当
地
の
名
産
と
い
う
鮎
を
所
望
し
た
と

こ
ろ
、
.六
、
七
寸

(
一
八
～
二

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
も
あ
る
見
事
な
鮎

の

甘
露
煮
が
、
呉
須

の
器
に

一
五
、
六
匹
も
出
さ
れ
た
。
敬
順
は
大

い
に
満
足

し
、
次
に
高
尾
に
来
る
と
き
に
も
、
是
非
ま
た
立
ち
寄
り
た
い
と
記
し
て
い

る
。こ

う
し
て
文
化
～
文
政
期
に
は
、
あ
ち
こ
ち
で
飲
食
を
楽

し
み
な
が
ら
、

小
さ
な
旅
を
実
現
し
う
る
よ
う
な
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。
江
戸
か
ら
二
～
三
泊
で
、
八
王
子
や
高
尾
を
見
物
し
て
帰
る

よ
う
な
小
さ
な
旅
は
、
す
で
に
ち
ょ
っ
と
し
た
江
戸
庶
民

の
な
し
う
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
の
途
中
の
酒
楼
食
店
で
、
適
宜
飲
食
を
楽
し
ん
で
い
た
。

す
な
わ
ち
、
か
な
り

の
人

々
が
往
来
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
～
八
王
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図1江 戸の遊興地(『 世事見聞録』 よ り作成)

 

子
問
に
、
数
十
軒
も

の
ド
ラ
イ
ブ
イ

ン
的
な
飲
食
店
が
立
ち
並
ん
で
い
た

の

で
あ
る
。
表
向
き
は
高
尾

の
よ
う
な
宗
教
施
設
の
訪
問
と
は
い
え
、
も
と
も

と
遊
興
を
目
的
と
し
た
小
さ
な
旅

で
あ
れ
ば
、
多
少
の
千
鳥
足
で
も
、
そ
う

し
た
飲
食
店
で
の
楽
し
み
が
、
小
さ
な
旅
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
、

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
八
王
子

・
高
尾

の
場
合

で
あ
れ
ば
、
最
低
二
～
三
泊
は

必
要
と
し
た
が
、
江
戸
近
郊
な
ら
、
日
帰
り
の
小
さ
な
旅
は
、
は
る
か
に
容

易
な
遊
興
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
江
戸

の
庶
民
が
、
近
郊

の
ど
の
よ
う

な
所
を
、

日
帰
り
で
訪
れ
た
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

武
陽
隠
士
著

『
世
事
見
聞
録
』
は
、
文
化

=
二

(
一
八

一
六
)
年
に
成

っ

た
記
録
で
、

一
八
世
紀
末

の
天
明
期
か
ら
寛
政
期
さ
ら
に
は
文
化
期
が
観
察

の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
江
戸
時
代

の
う
ち
最
も
消
費
経
済
が
美
徳
と
さ
れ

た
時
代
で
、
そ

の
奔
放
な
社
会

の
世
相
が
、
ト
ー
タ
ル
な
視
点

で
観
察
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
武
士

・
農
民

・
町
人

・
僧
侶
を
は
じ
め
、
遊
女
や
穢
多

・

非
人
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
階
層
の
有
様
を
克
明
に
記
録
し
て
お

り
、
こ
こ
か
ら
日
本
に
お
け
る
萌
芽
的
な
市
民
社
会
の
様
相
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

著
者
は
、
序
文
に
武
陽
隠
士
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
正
体
は
分
か
ら
な
い
。

旗
本
も
し
く
は
御
三
家

・
親
藩
の
浪
人
、
あ
る
い
は
公
事

(11
法
務
)
に
関

わ

っ
た
人
物
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
推
論

の
域
を
で
な

い
。

い
ず
れ
に

し
て
も
江
戸
を
中
心
に
見
聞
を
重
ね
た
か
な
り
の
知
識
人
で
、
裕
福
な
生
活

を
営
ん
で
い
た
と
内
容
か
ら
判
断
さ
れ
る
。

全
般
に
筆
致
は
厳
し
く
、
序
文
に

「静
謐

の
御
代
な
れ
は
、
善
事
も
有
り

…
そ
の
善
き
は
い
ふ
に
及
は
さ
れ
は
、
ひ
た
す
ら
に
、
当
時

の
悪
し
き
事

の
み
を
記
す
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
社
会
批
判
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
書
と
な

つ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
過
大
に
誇
張
し
た
部
分
も
あ
る
が
、
逆
に
当
時
の
世
相

の
有
様
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深

い
。
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本
書
の
性
格
に

つ
い
て
は
、
後
に
江
戸
庶
民
の
遊
興
を
論
ず
る
際
に
、
改

め
て
問
題
と
し
た

い
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
文
化
年
間
頃
に
、
ど

の
よ

う
な
場
所
が
江
戸
の
盛
り
場
と
な

っ
て
い
た
の
か
を
、
『
世
事
見
聞
録
』
か
ら

見
て
お
こ
う
。
同
書
は
、
江
戸
の
人

々
が
物
見
遊
山
や
参
詣
に
訪
れ
る
揚
所

と
し
て
、
「雑
司
ヶ
谷

・
堀

の
内

・
目
黒

・
亀
井
戸

・
王
子

・
深
川

・
す
ミ
田

川

・
梅
若
」
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
雑
司
ヶ
谷
に
は
鬼
子
母
神
、
堀
の
内
に
も
祖
師
が
あ
り
、
目

黒
に
は
不
動
、
亀
戸
に
は
天
神
、
王
子
に
は
稲
荷
、
深
川
に
は
富
岡
八
幡
、

隅
田
川
に
は
浅
草
寺
、
梅
若
に
は
木

母
寺
梅
若
塚
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
古
く

か
ら
知
ら
れ
た
宗
教
施
設
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
地

へ
の
小
さ
な
旅
は
、
そ

う
し
た
宗
教
施
設

へ
の
参
詣
が
表
向

き
の
理
由
で
あ
り
、
ま
た
民
間
信
仰
的

な
御
利
益
が
得
ら
れ
た
。

し
か
し
、
単
な
る
祈
願
ば
か
り
で
は
な
く
、
『
世
事
見
聞
録
』
は
、
先

の
記

事
に
続
け
て
、
「此
道
筋
、
近
来
料
理
茶
屋
水
茶
屋
の
類
、
沢
山
に
出
来
た
る
」

と
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た

「願
掛
け
」

の
対
象

で
あ
る
宗
教
施

設
の
周
辺
に
は
、
料
理
茶
屋

・
水
茶
屋
が
あ
り
、
そ
こ
で
料
理
や
酒
と
い

っ

た
飲
食

の
ほ
か
、
そ
の
接
待
を
女
性
が
行
う
な
ど
、
遊
蕩
的
な
雰
囲
気
に
浴

れ
て
お
り
、
そ
れ
な
り
に
食
欲
や
性
的
興
味
を
、
そ
こ
そ
こ
に
満
足
さ
せ
る

遊
興
施
設
が
伴

っ
て
い
た
。

ま
さ
し
く
江
戸

の
盛
り
場
と
は
、

そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
願
望
を
実
現
し

う
る
よ
う
な
場
で
あ

っ
た
が
た
め
に
、
そ
こ
に
吸
い
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
多

く
の
人

々
が
集
ま

っ
た

の
で
あ
る

[
竹
内

"
二
〇
〇
〇
]
。
そ
こ
で
、
『
世
事

見
聞
録
』
に
載

っ
た
盛
り
場
を
、
地
図
に
落
と
し
て
、
江
戸
城
を
中
心
に
同

心
円
を
描

い
て
み
た
の
が
、
図
1
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
こ
の
文
化
～
文
政
期
に
は
、
手
近
な
浅
草
や
深
川

・
亀
戸
の

み
な
ら
ず
、
多
少
離
れ
た
雑
司

ヶ
谷

・
堀
の
内

・
目
黒

・
王
子
な
ど
と
い

つ

た
場
所
ま
で
、
足
を
延
ば
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
江
戸
城
か
ら
ほ
ぼ

一
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
納
ま

っ
て
お
り
、

中
山
道

・
川
越
街
道

・
青
梅
街
道

・
東
海
道
と

い
っ
た
主
往
還
の
近
く
に
位

置
し
て
お
り
、
江
戸

の
み
な
ら
ず
近
隣
か
ら
も
、
訪
れ
や
す

い
位
置
に
あ

っ

た
。江

戸
に
し
た
と
こ
ろ
で
、

一
〇
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
以
内
と
い
え
ば
、

一
日
で

充
分
に
往
復
で
き
る
距
離
で
あ
り
、
雑
司

ヶ
谷

・
堀
の
内

・
目
黒

・
王
子
に

し
て
も
、
ま
さ
に
小
さ
な
旅
と
し
て
、
多
く
の
老
若
男
女
が
出
か
け
う
る
地

理
的
な
条
件
を
有
し
て
い
た
所

で
も
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
江
戸
周
辺
の
盛
り

場

の
発
展
は
、
近
世
後
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
小
稿
で
は
、
江
戸
か
ら
少
し

離
れ
た
宗
教
施
設
を
伴
う
遊
楽
地
を
、
郊
外
型
盛
り
場
と
規
定
し
て
、
以
下

そ
の
成
立
事
情
や
実
態
に

つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。

三
、
郊
外
型
盛
り
場

の
形
成
と
繁
栄
i
雑
司

ヶ
谷

の
沿
革

こ
う
し
た
小
さ
な
旅
の
目
的
地
で
あ
る
神
社
仏
閣
と
、
そ
の
盛
り
場
の
具
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体
的
な
様
相
を
見
て
い
く
た
め
、
こ
こ
で
は
郊
外
型
盛
り
場
の

一
例
と
し
て
、

雑
司
ヶ
谷
の
鬼
子
母
神

の
場
合
を
検

討
し
て
み
よ
う
。
こ
う
し
た
郊
外
型
盛

り
場
は
、
も
と
も
と
は
単
な
る
江
戸

の
近
郊
農
村

で
あ

っ
た
が
、
寺
社

の
勧

請
な
ど
に
よ

っ
て
名
所
化
し
、
基
本
的

に
は
近
世
後
期
頃
か
ら
、
江
戸
内
外

の
人
々
が
参
詣

・
遊
楽
に
訪
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
、
盛
り
場
と
し
て
の
繁
栄

を
遂
げ

て
い
く
よ
う
に
な
る
。

近
世
初
頭
の
雑
司

ヶ
谷
村
は
、
武

蔵
国
豊
島
郡
に
属
し
、

一
七
世
紀
中
葉

の
実
態
を
示
す

『
武
蔵

田
園
簿
』
に
、
村
高

二
五
七
石
余
う
ち

田
方
六
四
石

余

・
畠
方

一
九
三
石
余
と
見
え
る

(
日
本
史
料
選
書
)。

つ
ま
り
水
田
よ
り
も

畠
地
が
圧
倒
的
に
多
い
、
典
型
的
な
関
東
農
村

の

一
つ
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
、

一
九
世
紀
前
半

の

『
新
編
武
蔵
風
土

記
稿
』
に
よ
れ
ば
、
鬼
子
母
神

の
付
近

は
、
昔
は
陸
田
で
あ

っ
た
が
、
化
政

期
に
は
雑
木
が
繁
茂
す
る
小
丘
と
な

っ

て
い
た
と
さ
れ
て
い
る

(大
日
本
地
誌
大
系
)
。

す
で
に
戦
国
期
の
永
禄
二

(
一
五
五
九
)
年

の
成
立
と
さ
れ
る

『
小
田
原

衆
所
領
役
帳
』
に
、
江
戸
衆

「太
田
新
六
郎
知
行
…
…
拾
弐
貫
五
百
文

江

戸

雑
司
谷

中
村
二
郎
右
衛
門
」
と
あ
り
、
太

田
康
資

の
寄
子
で
あ
る
中
村

二
郎
右
衛
門
が
支
配
す
る
地
で
あ

っ
た
が

(戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
別
巻
)
、

そ
の
直
後
の
永
禄
四

(
一
五
六

一
)
年
に
、
農
民
が
土
中
か
ら
掘
り
出
し
た

鬼
子
母
神
を
祀

っ
た

の
が
、
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神
の
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

そ
の
後
、
鬼
子
母
神
に
参
詣
す
る
人
々
が
夥
し
く
、
天
正
六

(
一
五
七
八
)

年
五
月
三
日
の
棟
札
か
ら
、
本
地
堂
を
建
て
て
、
神
像
を
安
置
し
た
こ
と
が

分
か
る
が

(新
編
武
蔵
風
土
記
稿
)
、
雑
司
ヶ
谷
の
繁
栄
は
、
威
光
山
法
明
寺

に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
法
明
寺
は
、
古
く
は
真
言
宗
の
寺
院
で
あ

っ
た

が
、
鎌
倉
期
に
日
蓮
宗
に
転
じ
、
高
祖
を
祀
る
祖
師
堂
を
建
立
し
た
こ
と
か

ら
、
寺
領

一
〇
石
を
与
え
ら
れ
て
広
く
宗
徒
の
信
仰
を
集
め
た
。
そ
の
中
心

と
な
る
塔
頭

・
大
行
院
が
、
鬼
子
母
神
堂
の
別
当
を
務
め
た
。

や
が
て
鬼
子
母
神
は
雑
司
ヶ
谷
村

の
鎮
守
と
な
り
、
日
蓮
宗
法
明
寺
な
ど

と
と
も
に
、
そ
の
門
前

の

一
部
が
賑
わ
う
よ
う
に
な
り
、
徐

々
に
町
と
し
て

の
体
裁
を
整
え

て
い

っ
た
。
化
政
期
の
段
階
に
お
い
て
雑
司
ヶ
谷
地
区
は
、

雑
司

ヶ
谷
村

・
雑
司

ヶ
谷
町

・
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神
門
前

・
雑
司

ヶ
谷
本
浄

寺
門
前

・
雑
司
ヶ
谷
本
染
寺
門
前

の
五

つ
の
空
間
か
ら
な

っ
て
い
た
。

こ
の
化
政
期
に
、
全
国
規
模
で
官
撰
地
誌

の
編
纂
が
行
わ
れ
た
が
、
雑
司

ヶ
谷
地
区
に
も
文
政
九

(
一
八
二
六
)
年
五
月
に
提
出
さ
れ
た
四
地
区
の

「地

誌
御
調

二
付
書
上
」
が
現
存
し
て
い
る

(旧
幕
引
継
書
/
国
会
図
書
館
蔵
)
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
旧
来
の
雑
司

ヶ
谷
村
は
、
総
反
別
五

一
町
五
畝
余
で
、

こ

の
う
ち
に
四

つ
の
町
場
が
存
在
し
て
い
た
。

ま
ず
雑
司
ヶ
谷
町
は
、
田

口
平
次
左
衛
門
を
名
主
と
し
、
町
方
居
屋
敷
分

三
町
七
反
余
で
、
町
高
三
七
石
余
、
総
町
家
数

一
五
二
軒
、
う
ち
家
持
三
六

軒

・
家
守
九
軒

・
地
借
五
軒

・
店
借
六
六
軒

・
空
店
三
六
軒
で
、
延
享
三

(
一

七
四
六
)
年
に
町
方
支
配
と
な
り
、
村
内
の
道
路
沿

い
の
町
屋
部
分
を
、
雑

司

ヶ
谷
町
と
称
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
鬼

子
母
神
名
物
の
子
供
手
遊
風
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車

・
麦
藁
角
兵
衛
獅
子

・
川

口
屋
飴

は
、

こ
の
雑
司

ヶ
谷
町

の
も
の
で
あ

っ

た
。こ

の
ほ
か
雑
司
ヶ
谷
本
浄
寺
門
前

・
本
染
寺
門
前
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
内

に
あ
る
町
屋
か
ら
な
り
、
同
じ
名
主

が
兼
任
し
、
前
者
が
家
主

一
軒

・
店
借

九
軒
、
後
者
が
家
主

一
軒

・
地
借

一
軒

・
店
借

一
五
軒
と
な

っ
て
い
る
。
ま

た
雑
司

ヶ
谷
鬼
子
母
神
門
前

の
方
が

大
き
く
、
名
主
は
太
郎
兵
衛
が
務
め
、

家
数

=

軒
の
う
ち
家
持
八
軒

・
店
借
三
軒

で
、
そ
の
書
上
に
は
次
の
よ
う

な
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

一
、
門
前

の
儀
は
、
往
古
雑
司

ヶ
谷
村

二
有
之
候
処
、
天
正
六
寅
年
中

社
地
門
前

二
住
居
の
百
姓
弐
三
軒
も
有
之
候
処
、
田
地
も
無
之
者
は
水

茶
屋
渡
世
致
罷
在
、
追

々
家
作
も
出
来
致
、
其
後
は
宝
永
七
寅
年
中
、

寺
社
奉
行
鳥
井
伊
賀
守
様

へ
家
作
奉
願
上
候
処
、
御
役
人
角
田
次
郎
右

衛
門
殿
御
見
分
役
人
野
崎
次
左
衛
門
殿

・
清
水
金
吾
右
衛
門
殿
御
越
御

見
分
相
済
、
商
売
家

二
て
渡
世
致
罷
在
、
其
後
延
享
二
丑
年
閏
十
二
月

中
右
門
前
町
御
奉
行
島
長
門
守
様

・
能
勢
肥
後
守
様
御
勤
役
中
町
支
配

二
被
仰
付
、
夫
よ
り
雑
司

ヶ
谷
鬼
子
母
神
門
前
と
唱
申
候
、

つ
ま
り
鬼
子
母
神
堂
が
出
来
た
天
正
年
間
に
は
、
門
前
に
住
む
農
民
は
二
～

三
軒
で
、
田
地
を
持
た
な

い
者
が
、
水
茶
屋
を
営
ん
で
生
活
し
て
い
た
が
、

や
が
て
徐

々
に
家
が
増
え
て
い
っ
た
。
そ
し
て
宝
永
七

(
一
七

一
〇
)
年
に
、

商
売
店
が
認
知
さ
れ
て
門
前
町
屋
と
な
り
、
延
享
二

(
一
七
四
五
)
年
閏

一

二
月
に
町
立
と
な
り
、
鬼
子
母
神
門
前
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。

お
そ
ら
く
参
詣
客
の
集
ま
る
鬼
子
母
神
門
前
の
参
詣
道

の
両
側
に
、
し
だ

い

に
町
屋
が
広
が
り
雑
司
ヶ
谷
町
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
寛
政

一
〇

(
一
七
九
八
)
年
に
は
成
稿
を
終
え
、
天
保
四

(
一
八

三
三
)
年
に
板
行
さ
れ
た

『
江
戸
名
所
図
会
』
に
は
、

こ
の
地
は
遙
か
に
都
下
を
離
る
る
と
い

へ
ど
も
、
鬼
子
母
神

の
霊
験

か
な
へ

著

明
く
、
諸
願
あ
や
ま
た
ず

協

給
ふ
か
故
に
、
常

に
詣
人
絶
え
ず
。

り

よ
う

り
や

よ

つ
て
門
前

の
左
右
に
は
貨
食
店
軒
端
を
連
ね
た
り
。

と
あ
り
、
鬼
子
母
神
は
、
江
戸
城
下
か
ら
離
れ
て
い
て
も
、
大
勢

の
参
詣
客

を
集
め
て
、
門
前
に
は
料
理
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
雑
司

ヶ
谷
鬼
子
母
神
も
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
賑
わ

い
を
見
せ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
化
政
期
の

『
続
飛
鳥
川
』
に
は
、
「明
和
の
頃
ま
て
は
、

鬼
子
母
神
至
て
繁
昌
せ
り
。
恭
按
に
安
永
の
末

二
も
猶
賑
な
り
し
」
と
見
え
、

一
時
期
、
繁
栄
が
廃
れ
た
と
し
て
い
る

(旧
本
随
筆
大
成
)
。
ま
た
文
化

二

(
一
八

一
四
)
年
成
立
の
小
川
顕
道

『
塵
塚
談
』
も
、

「雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神

予
が
若
年

の
比

ハ
、
夥
し
き
参
詣

二
て
あ
り
し
が
、
近
頃
に
至
り
殊
の
外
淋

し
く
な
り
、

只
堀

の
内

の
ミ
参
詣
多
し
、「
仏
神
に
も
盛
衰
あ
り
」
と
記
し
て

い
る

(燕
石
十
種
)。
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た
だ
同
書
で
は
、

「堀
の
内
」
を
四
谷
堀
の
内
と
し
て
い
る
が
、
先
に
見
た

津

田
敬
順

の

『
遊
歴
雑
記
』
五
編
第
二

の
二
七
話
に
は
、

「明
和
の
末
、
安
永

の
中
頃
よ
り
、
堀
内
村
妙
法
寺

の
祖
師
不
図
せ
し
事
よ
り
天
行
出
し
て
、
昔

に
く
ら
ぶ
れ
ば
雑
司
ヶ
谷
は
鎖
尾
た

り
と
い
ふ
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
杉

並
堀
ノ
内
の
妙
法
寺

の
こ
と
と
す

べ
き
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

一
八
世

紀
末
か
ら

一
九
世
紀
初
頭
に
、
鬼
子

母
神
の

一
時
的
な
凋
落
が
あ

っ
た
点
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。

と

こ
ろ
で
谷
中

の
日
蓮
宗
感
応
寺

は
、
宗
派
上

の
問
題
か
ら
天
台
宗
と
な

り
東
叡
山

の
管
轄
で
あ

っ
た
が
、
天
保
七

(
一
八
三
六
)
年
、
雑
司

ヶ
谷
に

建
立
さ
れ
、
池
上
本
門
寺
か
ら
本
尊

が
引
越
し
、
翌
年
に
は
朱
印
三
〇
石
が

与
え
ら
れ
た
。
こ
の
感
応
寺
は
雑
司

ヶ
谷
村

の
北
西
部
に
位
置
し
、
江
戸
在

郷
の
人
々
が
個
人
や
講
中
で
押
し
寄

せ
た
。
『
寝
ぬ
夜
の
す
さ
び
』
は
、
総
門

の
内
外
に

「茶
売
る
店
は
も
と
よ
り
に
て
、
酒
う
る
家
、
飯
う
る
家
、
料
理

や
、
蕎
麦
な
と
出
来
て
、
あ
ら
た
に
ミ
な
家
作
せ
し
な
り
」
と
記
し
て
、
高

田
馬
場
北

の
高
田
四
ツ
家
町
ま
で
町
続
き
に
な
る
と
の
噂
も
広
が
り
、
古
屋

を
改
築
し
て
飯
屋
に
す
る
農
民
も
い
た
と
し
て
い
る

(新
燕
石
十
種
)
。

し
か
し

『
事

々
録
』
に
は
、
こ
の
感
応
寺
建
立
が
、

日
蓮
宗
に
信
心
深

い

大
奥
の
局

の
念
願
で
あ

っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
お
り

(未
刊
随
筆
百
種
)
、
お
そ

ら
く
大
御
所

・
家
斉

の
強

い
意
向
が
働

い
た
た
め
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
五
年
後
の
天
保

一
二
年
に
家
斉
が
死
去
す
る
と
、
朱
印
の
取
り
上
げ
が
決

定
し
た
。
先

の

『
寝
ぬ
夜

の
す
さ
び
』
に
よ
れ
ば
、
寺
社
奉
行
の
役
人
が

一

○
月
に
雑
司
ヶ
谷
を
訪
れ
、
感
応
寺
の
み
な
ら
ず
、
門
前

の
商
人
屋
も
全

て

取
り
壊
す
旨
が
申
し
渡
さ
れ
て
、
翌

=
二
年

の
春
に
は
跡
形
も
な
い
原
野
に

戻

っ
た
と
い
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
信
心
深

い
人

々
を
集
め
る
著
名
な
宗
教
施
設
の
存
在

が
、
近
世

の
盛
り
場
に
と

っ
て
は
、
最
も
重
要
な
発
展
の
要
素
で
、
こ
れ
に

伴

っ
て
水
茶
屋
や
料
理
茶
屋
が
軒
を
並
べ
た
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
神
社
仏

閣
を
中
心
と
す
る
盛
り
場
は
、
そ
の
時

々
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
で
、
思

い
の

ほ
か
栄
枯
盛
衰
が
激
し
か

っ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な

か
で
、
雑
司

ヶ
谷
鬼
子
母
神
は
、
紆
余
曲
折

は
あ

っ
た
も
の
の
、
近
世
前
期

を
通
じ
て
町
場
化
が
進
み
、
後
期
に
は
化
政
期
を
頂
点
に
、
郊
外
型
盛
り
場

と
し
て
全
盛
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
郊
外
型
盛

り
場

の
様
相
と
遊
興

雑
司
ヶ
谷
の
実
態

で
は
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神

一
帯
を
中
心
と
す
る
郊
外
型
盛
り
場

の
実
態
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
前
期
に
は
、
煮
売

・
焼
売

な
ど
が
店
を
構
え
て
い
た
が
、
出
火
を
理
由
に
、
こ
れ
ら
が
禁
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら

(御
触
書
寛
保
集
成
)、
大
部
分
が
葭
簀
張
り
な
ど
の
簡
便
な
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

弘
化
四

(
一
八
四
七
)
年
に
斎
藤
彦
麿
が
著
し
た

『
神
代
余
波
』
に
、
「堀

の
内
、
雑
司
ヶ
谷
な
と
も
葭
簀
張
り

の
麁
略
な
る
茶
屋
な
り
し
を
、
今
は
目
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黒
と
等
し
並
に
な
り
た
り
…
…
目
黒
不
動
の
辺
…
…
今

ハ
都
会

に
等
し
き
酒

店
多
数
出
来
た
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
郊
外
型
盛
り
場
は
、
葭
簀
張
り
の

粗
末
な
茶
屋
か
ら
、
次
第
に
江
戸

の
町
と
同
様
な
酒
屋
が
並
ぶ
よ
う
に
な

っ

た
、
と
見
て
良

い
だ
ろ
う
。

す
で
に
享
保
二
〇

(
一
七
三
五
)

年
刊
と
さ
れ
る

『
続
江
戸
砂
子
温
故
名

勝
志
』
に
、
「雑
司
谷
蕎
麦
切

そ
う

し
か
や
鬼
子
母
神
、
門
前
茶
屋
。
同
所

藪

の
蕎
麦
切

社
地
の
東
の
方
、
茶

屋
町
を
離
れ
て
藪

の
中
に

一
軒
有
」
と

見
え
る

(国
会
図
書
館
蔵
)
。
こ
の
う
ち
門
前
茶
屋
が
後
に
触
れ
る
橘
屋
で
、

藪

の
中
の
茶
屋
が
戸
張
喜
惣
次
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

[海
老
澤

二

九
五
八
]。
少
な
く
と
も

一
八
世
紀
初

期
に
は
、
鬼
子
母
神
門
前
に
、
そ
れ
な

り
の
茶
屋
町
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

さ
ら
に

一
人
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
『
天
明
記
聞
』
天
明
二

(
一
七
八
二
)

年
に
、
次

の
よ
う
な
記
事
が
あ
る

(
未
刊
随
筆
百
種
)
。

十
月
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神
に
て
会
式

の
節
、
武
家
の
方
皆
々
被
参
会
、

茶
屋
の
二
階
よ
り
参
詣

の
女

の
衣
類
を
見
と
め
、
悉
く
人
を
以
住
処
姓

名
を
被
尋
、
そ
れ
を
懐
紙
に
認
め
即
点
景
物
有
り
。
当
意
即
妙

の
趣
向

に
て
珍
敷
興
也
と
世
上
に
云
は
や
せ
り
。

「茶
屋

の
二
階
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
な
り
の
構
造
を
有
し
た
茶
屋

の
存
在
が
窺
わ
れ
る
ほ
か
、
文
政

一
〇

(
一
八
二
七
)
年
板
の

『
江
戸
名
所

花
暦
』
に
は
、
「雑
司

ヶ
谷

鬼
子
母
神
の
境
内
貨
食
屋
の
奥
庭
あ
る
い

ハ
茶

屋
植
木
屋

ハ
い
う
も
さ
ら
な
り
。
ミ
な
よ
く
菊
を
養

い
造
り
て
、
十
月
八
日

よ
り
会
式
な
れ

ハ
、
そ
の
参
詣
の
群
集
を
ま

つ
な
り
」
と
見
え
る

(
日
本
名

所
風
俗
図
会
)。
雑
司
ヶ
谷

の
料
理
茶
屋
に
は
、
菊
を
造
る
ほ
ど
の
奥
庭
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
入
世
紀
中
葉
に
生
を
受
け
、
長
く
雑
司

ヶ
谷
に
住
ん
だ
金
子
直
徳
は
、
.

文
化
八

(
一
八

一
一
)
年
以
降
に
、
当
地
域
の
地
誌

『
若
葉
抄
』
を
著
し

(国

会
図
書
館
蔵
)
、
雑
司
ヶ
谷
の
料
理
屋
に

つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
る
。
ま
ず
大

門
を
通

っ
て
参
道
付
近
に
は
、
橘
屋
忠
兵
衛
お
よ
び
小
茗
荷
屋
仲
右
衛
門
と

蝶
屋
が
あ

っ
た
と
い
う
。
橘
屋
は
元
源
助
と
い
い
、
並
木

の
間
で
団
子
な
ど

を
売
り
出
し
、
煎
茶
を
出
し
た
り
し
た
後
に
、
蕎
麦
を
打

っ
て
有
名
と
な

っ

た
。さ

ら
に
小
茗
荷
屋
と
蝶
屋
は
、
こ
の
地
に
住
み

つ
い
た
人
で
、
茶
屋
と
し

て
繁
昌
し
た
と
い
う
。
ま
た
和
泉
屋
六
兵
衛
と
い
う
商
人
は
、
蹴
鞠

・
揚
弓

・

生
け
花

の
名
人
に
し
て
、
儒
学
に
も
長
け
た
才
人
で
、
耕
向
亭
と

い
う
店
を

出
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
文
政
七

(
一
八
二
四
)
年
序

の

『
江
戸
買
物
独
案
内
』
に
、

「雑
司

ヶ
谷

御
料
理
」
と
し
て
、

「御
成
先
御

用
宿

・
紀
州
御
本
陣

橘
屋
忠
兵
衛
」
と

「即
席

・
会
席

耕
向
亭
源
助
」

の
二
店
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

、(国
会
図
書
館
蔵
)
。

そ
の
後
、
弘
化
三

(
一
八
四
六
)
年
成
立
の

『
江
戸
風
俗
惣
ま
く
り
』
に

は
、
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雑
司

ヶ
谷
法
明
寺
の
鬼
子
母
神

ハ
、
文
化
度
ま

で
ハ
参
詣
も
多
く
、

　
マ

マ

　

向
耕
亭

の
宴
席
、
藪
と
呼
る
》
蕎
麦
店
頗
賑

ハ
ひ
…
…
又
文
政
度
よ
り

茗
荷
や
と

い

へ
る
料
理
屋
始
り
、
高
田
通
ひ
の
客
殿
原
も
折

々
は
通
ひ

来
て
よ
り
、
向
耕
亭
も
藪
そ

ハ
も
い

つ
の
程
に
か
跡
な
く
う
せ
、
天
保

度
に

ハ
何
と
な
く
参
詣
の
た
ゆ
む

と
い
う
記
述
が
あ
り

(江
戸
叢
書
)、

耕
向
亭
や
藪
蕎
麦
が
衰
退
し
て
、
茗
荷

屋
が
新
た
に
進
出
し
て
き
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
先

の

『遊
歴
雑
記
』

初
編

=
二
話
に
は
、

「然
れ
共
茶
屋
さ

び
れ
て
、
耕
向
亭
も
名

の
ミ
に
て
、
今

只
酒
食
を
ひ
さ
き
客
の
絶
ざ
る

ハ
小
茗
荷
や

の
ミ
な
り
。
其
外
は
風
味
粗
悪

の
上
、
懸
売
し
て
食
ふ
べ
か
ら
ず
」
と

見
え
る
ほ
か
、
『武
江
年
表
』
文
政
年

間
記
事
に
も
、
「雑
司
ヶ
谷
向
耕
亭
は
古
き
料
理
屋
な
り
し
が
、
こ
れ
も
文
政

中
に
絶
た
り
」
と
あ
る

(平
凡
社
東
洋

文
庫
)。

こ
う
し
て
雑
司
ヶ
谷
で
著
名
な
料

理
屋
は
茗
荷
屋
の
み
と
な

っ
た
が
、
津

田
敬
順
は

『
遊
歴
雑
記
』
四
編
五

一
話
に
、
そ
の
座
敷
に
上
が

っ
た
時

の
様

子
を
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

頓

て
小
茗
荷
仲
右
衛
門
か
酒

楼
に
飲
宴
し
け
る
。

こ
れ

ハ
愚
老
か
壮

ト

リ

イ

年
の
頃
迄

ハ
鬼
子
母
神

の
花
表

前
に
、
大
茗
荷
や
と
て
時
め
き
名
た

㌻

る
酒
楼
あ
り
し
か
、
家
衰

へ
滅
却

し
て
今
只
出
見
世
の
ミ
と
也
し
か

ハ
、

一
入
家
さ
か
え
住
居
広
く
、
追

々
家
作
し
て
間
毎
/
＼
綺
麗
に
、
日
々

も
ろ
/
＼

の
鮮
魚
を
貯

へ
、
調
理
又
め

つ
ら
し
く
手
を
尽
せ
は
彼
王
子

村

の
え
ひ
や

・
あ
ふ
き
や
の
弐
軒
に
な
ら
び
て
、
当
時
盛
ん
に
時
め
け

り
。
依
て
此
土
地
に
若
干
の
酒
楼
軒
を
な
ら
ふ
と
い

へ
と
も
、
小
茗
荷

に
対
す

へ
き
茶
や
な
け
れ

ハ
、
誰

の
人
も
ミ
な
仲
右
衛
門
か
宅
に
飲
食

す
る
程
に
、

い
よ
/
＼
栄

へ
ま
す
/
＼

繁
昌
せ
り
。
殊
更
参
会
無
尽
名

広
め
書
画
の
会
な
と
、
ミ
な
此
家
に
て
興
行
し
、
片
鄙
な
か
ら

一
箇
の

酒
楼
と
賞
す

へ
し
。

こ
の
記
述
か
ら
は
、
料
理
屋
の
内
部
は
か
な
り
広
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
敷

ご
と
に
美
し
い
装
飾
が
な
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
鮮
魚
を
揃
え
て
、
手
間
暇
を

か
け
た
珍
し
い
料
理
が
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
も
、
こ
う
し

た
料
理
屋
が
王
子
村
に
も
二
軒
あ
り
、
郊
外
型
盛
り
場
に
も
、

い
く

つ
か
高

級
料
亭
が
あ
り
、
そ
こ
で
書
画
の
会
な
ど
が
催
さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ

る
。こ

の
小
茗
荷
屋
は
、
天
保
年
間
に
、
初
代

・
歌
川
広
重
が
描

い
た

『
江
戸

高
名
会
亭
尽
』
に
も
登
場
す
る

(図
2
)
。
な
お
、

こ
う
し
た
著
名
な
料
亭

の

場
所
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三

一

(
一
九
五
六
)
年
に

「茶
屋
を
偲
ぶ
会
」
が
、

明
治
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
門
前
茶
屋

の
位
置
を
復
原
し
た
図
3
が
あ

る

[海
老
澤

二

九
五
八
]。

こ
れ
ら
小
茗
荷
屋

(茗
荷
屋
)
・
蝶
屋

・
耕
向

亭

の
位
置
は
、
江
戸
時
代
と
大
き
く
変
わ
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
大
茗

荷
屋
と
橘
屋
に
関
し
て
は
場
所
が
特
定
さ
れ
て
い
な

い
が
、
欅
並
木
の
奥
に
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あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
高
級
料
理
屋
の
ほ
か
、
葭

簀
張
り
の
茶
店
も
含
め
て
雑
多
な
料
理

茶
屋
が
並
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
、
天
保
九

(
一
八
三
八
)
年
板
の

『
東
都
歳

り
よ
う
り
や

の
き

 事
記
』
雑
司
ヶ
谷
法
明
寺

の
項
に
、

「茶
店
拍

戸
檐
を

つ
ら
ね
、
行
客
を
停

め
て
酔
を
す
す
む
」
と
あ
る
。

い
ず

れ
に
し
て
も
雑
司
ヶ
谷
鬼
子
母
神
の
周

辺
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
茶
店
や
料
理
屋
が
連
な
り
、
ど

こ
で
で
も
酒
と
料
理

が
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
鬼
子
母
神
に
は
、
人

々
が
日
常
的
に
祈
願
に
訪
れ
た
が
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
定
例
の
祭
日
に
、
参
拝
客
が
最
も
集
中
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

図3門 前茶屋 の位置 の復 元(な お、*印 は明治 ・大正 期の茶屋)

ま
ず

『
東
都
歳
事
記
』
か
ら
、
鬼
子

母
神

の
祭
日
を

一
覧
し
て
み
る
と
、

表
2
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、

一
五
回
の
定
ま

っ
た

祭
日
の
ほ
か
、
月
ご
と
の
定
例
祭
を

合
わ
せ
る
と
、
年
間
五
〇
回
以
上
の

祭
礼
が
催
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の

頻
度
で
鬼
子
母
神
界
隈
に
、
人
々
が

寄
り
集

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
う
ち

で
も
最

も
著

名
な
祭
礼

は
、

]
○
月
の
会
式
で
あ

っ
た
。

日
蓮
宗
で
会
式
と
は
、

一
〇
月

一

三
日
が
日
蓮

の
忌
日
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
前
日
に
重
要
な
法
会
が
営

ま
れ
る
。
法
明
寺

の
場
合
に
は
、
六
日
か
ら
会
式
花
市
が
立
ち
、
八
日
か
ら

始
ま

っ
て

一
八
日
ま
で
法
会

・
開
帳
が
行
わ
れ
、
こ
の
間

の
人
出
は
相
当
な

も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
。
天
保
末
年
成
立
の
戸
張
苗
堅

『
櫨
楓
』
に
よ
れ
ば
、

こ
の
会
式
は
、
近
来

一
五
、
六
年
は
二
三
日
ま

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

と
い
い
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

「度

々
御
成
あ
る
ひ
は
御
殿
方
御
参
詣
に

て
、
延
び
さ
せ
ら
れ
け
る
に
よ
り
例
の
ご
と
く
成
け
り
。
諸
高
家
御
大
名
御

殿
方
日
々
数
軒

の
茶
屋
幕
と
だ
さ
る
日
な
し
…
…
誠
他
国
に
も
江
都
に
も
又

な
き
賑
ひ
な
り
」
と
し
て
い
る

(法
明
寺
蔵
)
。

つ
ま
り
将
軍
や
大
名
が
訪
れ
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る
ほ
ど
賑
わ
う

の
で
、
そ
れ
ら
の
都
合

に
合
わ
せ
て
会
式
が
延
び
た

の
だ
と

い
う
。

ま
た
先
に
見
た

『
若
葉
抄
』
に
は
、

大
名

・
小
名

の
入
ら
せ
ら
る

丶

ハ
、
雑
司

ヶ
谷
の
茶
屋

の
ミ
。
故
に
古

来
よ
り
遊
女
体
の
者
、
甚
禁
す
。
将
軍
家
御
代

々
御
成
被
仰
出

の
尊
社

ハ
当
社

二
か
き
り
、
諸
大
名
御

奥
方

・
御
殿
尊
貴

の
御
方
ま
て
雑
司

ヶ

や
参
詣

ハ
御
公
儀
被
仰
達
も
済
よ
し
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
雑
司

ヶ
谷
に
は
、
大
名

・
小
名
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
奥
方
た
ち
も
参
詣
し
、
貴
人
が
茶
屋
の
客
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
遊
女

の
よ
う
な
輩
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
と

い
う
。
し
か
し
遊
女

の
問
題
に

つ
い
て

は
、
簡
単
で
は
な
か

っ
た
。

一
般
に
水
茶
屋
が
増
え
て
く
る
と
、
給
仕
女
に

美
人
を
雇

っ
て
客
を
引
く
店
や
、
飲
食
を
提
供
す
る
よ
り
も
売
春
を
目
的
と

す
る
茶
屋
も
目
立

つ
よ
う
に
な
る
。

幕
府
は
、
そ
う
し
た
茶
屋
で
の
売
春
を
禁
じ
た
が
、
や
が
て
茶
屋
遊
び
が

遊
女
買
い
と
同
義
と
な
り
、
茶
屋
町
が
色
町
を
意
味
す
る
に
至

っ
た
。
『
遊
歴

雑
記
』
初
編

=
二
話
に
は
、
雑
司
ヶ
谷
の
描
写
と
し
て

「茶
や
町
に

ハ
両
側

の
店
先

へ
女
達
集
ひ
、

口
々
に
ヲ
ハ
イ
ン
ナ
セ
/
＼
オ

ヨ
ン
ナ

へ
/
＼
と
、

同
音
に
幾
人
と
な
く
呼
立
る
声
又
喧

し
」
と
あ
る
。

こ
れ
が
色

町
と
し
て
の
情
景
を
語
る
も

の
か
ど
う
か
判
断
は
難
し
い
が
、

籔鷺 雑罰鋤霽鏤飆糞 ぼ 棄都歳欝難蠡よ弩}
島m再n_∬_丁__n_情,一__卍_守 一 κド糟 冂サ宀・卅卅"一 ・… ・丁"m・Tn　 ・r一 一 一^Ψ'…uv'"」 」・叮mm∬n　 犠ザ… 卅㎜ 」L'」 」-mTmT叮 　 丁… 丁叮冂　 一 ヂ…^サ 卍}'w'吊 、鴇

:灣 蕪i糠 葵 、費:欝:欝 彎

梅 緲 灘.;欝 職.、 噺 嫁 嬲 輳i.,講 爨f遡 、・.蝋離 碓 鞭羅 麟 歎一
…晦 鋤 繊 鷹 挙舞糠 _簸 磯 帥欝__。 薄 醗 靉1蓋懿 變 鋤.讐_________一
:侮 緲 嬲韃 熱鱗審 戀鑞鍵
醐w_珂__帥.冴.、,、._幵 冂__厂,岬}㍉ 幵^… 一 宀"厚削'岬Vμ ・」・㌔・・「 ・・m「-・陽 狐一 κ削 備 一'襾w一 、轟 占「^臼n「'・ ℃・… ・…^猾'… 躍 醒… … 宀vw、 「 πτぼ 削… … … 廿揮… 　 μ躍岬"'、 、"「苗"-吼 躍 」冒…m粕'」 」吊犠 一'卍 咼 て

鷲驪 飆'玄 瀞購 翻繊謬

朧 饑 灘 譲 響一三 遭羅趣1〕騨 歎醗議鋤 ㌔凱 、 叩
携 躙:麗 灣鍵鰹 _鏤響_._.謡 欝鷺嵐 賞幾皺 醗 轟.__.
納 囎 蕪 繼 紳 灘鄰囃 灘鱗 梦i率灘 繊 窟瀰舗v
綱 蠶蕀 黛 城簿1・ 縫 陀羅鷹譏鑞i

醜 、麟 、羅 瓣 紳『、犖蜘 紳欝 羅灘磯 馨ぞ緯 殖 費騨 獅 灘 離概 二芦…
携 獺 魔華糠纏 饗黨年

甥 萋灘 離 鑼 轡 趨 撲 毳覊 讒 でx

糴 鄰 鶯韆紳 錐籤 鷹繕饌 磯 縦 嚢鞍

鱗 叢晦 ∫際蘇 騨 艪 難覊 懲 》㌻ …二.__.、 ニ コ1償丁 … ……㌃
、鑼 ま受竃譲農謙暁毒　 騰 攣覊霞廊蠶 飆 f.... 「ーて

榊'叮ρL"じ齟'「旺,,叮'「冂m　 　 L弌繝 鏘 遶嬾 幾_踏 鼠黶 轗:　 姦獗 轡藻麌難 漣飆二叢i薮鍾麩 熱 爆 飜,Fmρ

1胴 繊 灘 墜 灘 紳 _鏖 嚢___「__。_。________、__..

二飜 撫

丗削 簡㍉腎"A、 、… … 廿… 摺 … 宀可'… 塙『「'り… 「v'「砧「」訂 」「n「「「-

1嫉撚 難'窯 城瀞

55



宝
暦

・
明
和
頃
か
ら
化
政
期
に
か
け

て
の
風
俗
を
記
し
た

『
続
飛
鳥
川
』
に

は
、
雑
司
ヶ
谷
の
会
式
に
出
回
る
歌
比

丘
尼
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「歌

比
丘
尼
、
う
り
ひ
く
に
、
歌
ひ
く
に

ハ
、
雑
司
ヶ
谷
会
式
に
茶
屋
/
＼
を
廻

る
…
…
売
ひ
く
に

ハ
、
二
人
ツ
丶
屋
敷
を
廻
る
遊
女
也
」
と
あ
る
。
仮
に

『
遊

歴
雑
記
』
の
茶
屋
女
が
遊
女

で
は
な

か

っ
た
と
し
て
も
、
歌
比
丘
尼

・
売
比ひ

さ

丘
尼
が
群
衆
の
集
ま
る
会
式
な
ど
の
際
に
、
雑
司

ヶ
谷
に
出
向
い
て
色
を
鬻

い
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も

『
遊
歴
雑
記
』
四
編
巻
五

一
話
に
、
毎
年
会
式
に
は

「都

イ
ソ
ガ

鄙

の
男
女
群
集
し
て
…
…
茶
や
/
＼

も

閙

し
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
雑
司

ヶ
谷
に
、
多
く

の
人

々
が
参
集
し
た

こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
江
戸
や
そ
の
郊

外
か
ら
、
さ
ら
に
は

『
南
向
茶
話
』

に

「其
辺

(雑
司

ヶ
谷
)
茶
屋
あ
り
…

…
近
郷
の
百
姓
集
り
角
力
興
行
す
る
な
り
」
と
記
さ
れ
た
よ
う
に

(燕
石
十

種
)
、
も
ち
ろ
ん
雑
司

ヶ
谷
近
郷
か
ら
も
、
祭
日
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
人

々

が
鬼
子
母
神
を
訪
れ
、
茶
屋
が
相
当
な
賑
わ

い
を
見
せ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

お
わ
り
に

さ
ら
に
化
政
期
に
至
る
と
、
細
民

の
女
性
達
も
盛
ん
に
出
て
歩
き
、
茶
屋

な
ど
で
飲
食
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な

る
。
先
に
第
三
章

で
引
い
た

『
世
事
見

聞
録
』

の
前
後
に
は
、
実
に
興
味
深

い
記
述
が
あ
る
の
で
、
や
や
長
く
な
る

が

、

引

用

し

て

お

き

た

い
。

今
軽
き
裏
店

の
も
の
、
其
日
稼

の
も
の
共
の
体
を
ミ
る
に
、
親
は
辛
き

渡
世
を
送

る
に
、
娘

ハ
髪
化
粧
に
も
能
き
衣
類
を
着
て
遊
芸

又
ハ
男
狂

　　
　

ひ
な
し
、
ま
た
夫

ハ
未
明
よ
り
草
り
に
て
棒
手
振

の
家
業
に
出
る
に
、

妻

ハ
夫

の
留
守
を
幸
に
近
所
合
壁

の
女
房
同
志
寄
り
集
り
、
己
か
夫
を

不
甲
斐
性
も
の
に
申
な
し
、
互
に
身

の
蕩
楽
な
る
事
を
咄
し
合
、
又
紋

か
る
た
め
く
り
等

い
ふ
小
博
奕
を

い
た
し
、
或

ハ
若
き
男
を
相
手
に
酒

を
給

へ
、
或

は
芝
居
見
物
其
外
遊
山
物
参
り
等
に
同
道

い
た
し
、
雑
司

ヶ
谷
…
…
等

へ
参
り
、
又
此
道
筋
近
来
料
理
茶
屋
水
茶
屋
の
類
沢
山
に

出
来
た
る
故
、
右
等
の
所

へ
立
入
、
又

ハ
ニ
階
等

へ
上
り
金
銭
を
費
す

　
カ

し
て
緩
々
休
息
し
、
又
晩
に
及
ん
て
夫

の
帰
り
し
時
終
日
の
方
を
も
厭

遣
ら
す
、
水
を
汲
せ
煎
焚
く
を
致
さ
セ
夫
を
誑
し
賺
て
使
ふ
を
手
柄
と

し
、
女
房

ハ
主
人
の
如
く
夫

ハ
下
人
の
こ
と
く
也
。

こ
の
記
述
は
、
女
性
が
次
第
に
強
く
な
り

つ
つ
あ
る
現
実
を
嘆
い
た
も
の

で
、
か
な
り
の
主
観
が
混
じ
る
と
と
も
に
誇
張
も
多
く
、
そ
の
ま
ま

一
般
化

す
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。

し
か
し
少
な
く
と
も
化
政
期
に
は
、
都
会

の
女
性

達
が
じ

つ
と
家
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
も
な
く
、
諸
所
に
出
向
い
て
飲
食
を
行

う
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

雑
司

ヶ
谷
鬼
子
母
神

の
事
例

で
見
た
よ
う
に
、
上
は
大
名
か
ら
下
は
細
民
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ま
で
、
男
女
を
問
わ
ず
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
が
、
こ
う
し
た
郊

外
型
盛
り
場
な
ど

の
茶
屋

の
客
と
な

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に

一
九
世
紀
に

は
、
江
戸
の
小
さ
な
旅
が
、
極
め
て
多
く
の
人
々
に
楽

し
ま
れ
て
.い
た

の
で

あ
る
。

参
考

文
献

・
竹
内
誠

『
江
戸

の
盛
り

場

・
考
』
教
育

出
版
、

二
〇

〇
〇
年

・
宮
本
袈
裟

雄

「『
願
掛
重
宝

記
』
を

め
ぐ

っ
て
」

『
歴
史

公
論
』
三
ー

九
、
雄

山
閣
出

版

、

一
九
七

七
年

・
比
留

間
尚

「境
内

神
仏

と
縁

日
開
帳

」
『
歴

史
公

論
』

三
-

九
、

雄
山
閣

出
版

、

一

九
七
七
年

・
海
老
澤
朋
也

『
新
編
若
葉

の
梢
』
同
刊
行
会

、

一
九

五
八
年

江戸 の 小 さな旅(原 田)

附
記

本
稿

の
う

ち
、
第

三

・
四
章

は
、
拙
稿

「
雑
司

ヶ
谷

の
料
理
屋

と
料
理
-

鬼

子
母
神

地
区

を
中

心
に
」

(豊
島

区
教
育

委
員

会
編

『
雑
司

ヶ
谷

1
』

二
〇
〇

三
年
)

と
重
複
す

る
部
分

が
多

い
が
、

同
書

は

一
般
に

入
手
が
困
難

で
あ

る
た
め
、
事
例

紹
介

と
し

て
敢

え

て
用

い
た
。

了
承
さ
れ
た

い
。
な

お
雑
司

ヶ
谷
関
係
資
料

の
う
ち
、

と
く

に
写
本
類

に

つ
い
て
は
、
『
豊

島
区
史

資

料
編

第

三
巻
』

(豊
島

区
、

一
九
七

九
年
)

に
よ

っ
た
。
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